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【
前
編
】
は
じ
め
に

　

鎌
倉
時
代
の
歌
人
・
源
実
朝
の
魅
力
に
つ
い
て
、
考
察
を
試
み
る
。

現
代
短
歌
結
社
の
本
誌
に
な
ぜ
、
実
朝
か
。

　

第
一
の
理
由
は
、
実
朝
の
歌
は
現
代
の
言
葉
と
感
覚
か
ら
も
わ
か
り

や
す
い
歌
が
多
く
、
短
歌
に
お
け
る
詩
的
リ
ズ
ム
と
表
現
を
追
体
験
し

や
す
い
と
思
う
か
ら
で
あ
る
。
実
朝
は
2
0
2
2
年
の
大
河
ド
ラ
マ

「
鎌
倉
殿
の
13
人
」
に
も
登
場
。
柿
沢
勇
人
演
じ
た
実
朝
は
人
気
が
高

く
、
ご
記
憶
の
方
も
多
か
ろ
う
（
さ
ら
に
古
い
記
憶
の
あ
る
方
は
、
同

じ
く
大
河
ド
ラ
マ
「
草
燃
え
る
」（
1
9
7
9
年
）
で
の
実
朝
役
・
篠

田
三
郎
の
好
演
も
思
い
出
さ
れ
た
か
も
し
れ
な
い
）。

　

第
二
の
理
由
は
、
実
朝
の
歌
の
多
く
が
題
詠
や
本
歌
取
り
で
あ
る
こ

と
だ
。
私
は
、
高
校
生
に
長
年
、
短
歌
の
創
作
を
指
導
し
た
。
そ
し
て
、

こ
の
題
詠
や
本
歌
取
り
と
い
う
、
現
代
で
は
多
く
は
試
み
ら
れ
な
い
中

世
歌
の
特
徴
的
手
法
が
、
現
代
の
若
い
歌
人
の
詩
的
空
間
の
創
造
に
有

効
か
と
思
い
至
っ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。

　

無
論
、
実
朝
に
は
実
景
に
よ
る
感
動
を
詠
ん
だ
歌
も
少
な
く
な
い
。

し
か
し
、
将
軍
と
し
て
、
生
涯
、
鎌
倉
と
周
辺
を
出
る
こ
と
は
な
か
っ

た
。
そ
ん
な
実
朝
は
古
歌
に
倣
い
、
全
国
の
歌
枕
を
想
像
で
詠
ん
だ
り
、

名
歌
の
心
を
汲
み
、
そ
の
名
歌
を
踏
ま
え
て
独
自
の
創
造
を
試
み
た
り

し
た
。見

渡
せ
ば
花
も
紅
葉
も
な
か
り
け
り
浦
の
と
ま
や

の
秋
の
夕
暮
れ

　

実
朝
の
歌
の
師
で
あ
る
藤
原
定
家
の
若
き
日
の
作
品
で
あ
る
。
二
十

五
歳
の
定
家
が
発
揮
し
た
天
才
は
腰
の
「
な
か
り
け
り
」
に
集
約
さ
れ

て
い
る
。
何
も
な
い
も
の
を
敢
え
て
「
な
か
り
け
り
」
と
言
い
切
っ
た

点
が
見
事
だ
。
こ
の
歌
は
生
徒
の
鑑
賞
を
深
め
や
す
く
、
ま
た
広
げ
得

る
作
品
で
あ
っ
た
。
ま
た
、
こ
の
歌
が
題
詠
だ
と
伝
え
る
と
生
徒
の
驚

き
は
さ
ら
に
増
し
た
。

　

高
校
生
に
は
、
こ
の
題
詠
に
倣
う
手
法
は
有
効
だ
っ
た
。
漠
然
と

「
歌
を
作
れ
」
で
は
散
文
の
断
片
を
書
き
付
け
る
ば
か
り
。
私
は
昔
、

「
桟
橋
」
で
勉
強
し
た
方
法
を
真
似
し
た
。
例
え
ば
、
ま
ず
「
夏
」
の

語
を
詠
み
込
み
、
次
に
「
夏
」
「
時
刻
」
を
入
れ
、
さ
ら
に
「
夏
」
「
時

刻
」
と
「
オ
ノ
マ
ト
ペ
」
の
あ
る
歌
を
詠
む
と
い
う
具
合
に
、
条
件
を

増
や
し
て
実
作
し
て
い
く
。
こ
の
よ
う
に
条
件
が
あ
っ
た
方
が
、
生
徒

は
取
り
組
み
や
す
い
様
子
だ
っ
た
。

　

こ
う
し
た
実
作
体
験
を
経
て
、
高
校
生
た
ち
は
教
科
書
の
和
歌
・
短

歌
に
主
体
的
な
鑑
賞
を
示
す
よ
う
に
な
っ
た
。
詩
的
真
実
追
究
の
過
程

新
・
評
論
の
場
　
132

「
実
朝
の
独
創
性
」
―
『
百
人
一
首
』
入
集
歌
を
根
底
に
― 

早
川　

昌
成
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歌
と
し
て
評
価
し
た
い
。

　

こ
の
歌
は
、
古
く
か
ら
『
古
今
集
』
東
歌
の

陸
奥
は
い
づ
く
は
あ
れ
ど
塩
竃
の
浦
漕
ぐ
舟
の
綱

手
か
な
し
も 

（
読
人
不
知
）

を
本
歌
と
し
、
ま
た
『
万
葉
集
』
の

河
上
の
ゆ
つ
岩
群
に
草
生
さ
ず
常
に
も
が
も
な
常

娘
子
に 

（
吹
芡
刀
自
）

を
参
考
に
そ
の
第
四
句
を
取
り
入
れ
た
も
の
と
さ
れ
て
い
る
。

　

従
来
の
多
く
の
解
釈
は
、
「
か
な
し
」
を
無
常
（
悲
哀
）
の
意
と
と

る
も
の
で
あ
っ
た
。
漁
民
へ
の
憐
憫
の
情
を
通
し
、
世
の
無
常
の
悲
し

み
故
の
、
変
わ
ら
ぬ
平
和
の
世
の
希
求
を
主
題
と
す
る
歌
と
さ
れ
て
き

た
。
し
か
し
私
は
、
こ
の
解
釈
に
は
か
ね
が
ね
、
疑
問
を
感
じ
て
き
た
。

実
朝
が
こ
の
歌
に
託
し
た
主
題
や
意
図
、
ま
た
定
家
の
評
価
（
定
家
は
、

こ
の
歌
を
『
新
勅
撰
集
』
に
も
入
集
す
る
）
が
「
無
常
の
世
ゆ
え
常
な

る
を
願
う
」
と
い
う
単
純
に
あ
る
も
の
で
あ
ろ
う
か
。

　

実
朝
自
選
と
さ
れ
る
『
定
家
所
伝
本
金
槐
和
歌
集
』（
以
下
、
『
定
家

本
』）
で
は
、
自
然
や
人
事
に
同
情
や
憐
憫
の
情
を
主
題
と
す
る
歌
に

は
、
詞
書
き
に
作
歌
事
情
や
思
い
を
具
体
的
に
記
す
傾
向
が
あ
る
。
し

か
し
、
『
定
家
本
』
に
お
け
る
こ
の
「
世
の
中
は
」
の
歌
の
題
は
「
舟
」

の
み
で
あ
る
。
漁
民
へ
の
同
情
は
動
い
た
か
も
し
れ
な
い
が
、
実
景
に

着
想
を
得
つ
つ
、
漁
民
の
生
活
の
労
苦
へ
の
哀
れ
み
を
主
題
と
す
る
な

ら
ば
、
よ
り
具
体
的
な
詞
書
き
が
記
さ
れ
た
と
思
う
。

　
『
金
槐
和
歌
集
』
は
古
歌
に
倣
っ
た
習
作
の
域
を
出
な
い
作
品
も
多

い
。
そ
の
点
を
踏
ま
え
れ
ば
、
実
朝
は
古
歌
の
用
例
、
用
法
に
忠
実
で

あ
ろ
う
と
し
た
と
考
え
る
。
そ
こ
で
こ
の
歌
の
各
句
の
歌
語
の
意
味
や

に
お
い
て
、
そ
の
手
段
が
必
ず
し
も
写
実
に
よ
ら
な
く
て
も
良
い
と
知

る
の
だ
。
そ
し
て
、
題
詠
に
お
け
る
想
像
が
、
む
し
ろ
個
性
的
な
創
造

空
間
を
成
し
得
る
可
能
性
に
注
目
す
る
。
そ
し
て
、
そ
の
手
法
に
お
い

て
実
朝
に
は
良
い
歌
が
多
い
。

　

ま
た
、
実
朝
歌
の
魅
力
を
語
る
上
で
欠
か
せ
な
い
第
三
の
理
由
が
あ

る
。
そ
れ
は
多
く
は
な
い
が
、
「
自
然
」
と
「
人
事
」
が
一
体
と
な
っ

た
詠
み
に
人
間
ら
し
い
優
し
い
心
が
こ
も
る
歌
が
あ
る
こ
と
で
あ
る
。

こ
こ
で
、
現
代
短
歌
に
お
け
る
例
を
引
く
。

　
　

我
の
名
を
忘
れ
て
し
ま
っ
た
祖
母
は
今

　
　

微
笑
ん
で
い
る

　
　

桜
満
開

　

第
10
回
「
短
歌
甲
子
園
」
個
人
戦
最
優
秀
の
作
品
。
こ
の
歌
に
初
め

て
接
し
た
時
、
感
涙
が
止
ま
ら
な
か
っ
た
。
こ
の
歌
こ
そ
「
自
然
」
と

「
人
事
」
が
一
体
と
な
っ
て
、
人
間
の
愛
と
か
な
し
み
を
凝
縮
し
た
一

首
だ
と
思
う
。
こ
の
手
法
は
実
朝
歌
に
も
そ
の
ま
ま
当
て
は
ま
る
。
実

朝
歌
の
魅
力
は
「
生
き
と
し
生
け
る
も
の
」
に
通
う
愛
情
が
素
直
に
、

か
つ
繊
細
な
ニ
ュ
ア
ン
ス
で
詠
み
込
ま
れ
て
い
る
点
に
あ
る
。

一
　「
世
の
中
は
」
の
歌
へ
の
疑
問

　

最
初
に
紹
介
す
る
実
朝
の
「
自
然
」
と
「
人
事
」
が
一
体
と
な
っ
た

傑
作
は
『
百
人
一
首
』
入
集
歌
、

世
の
中
は
常
に
も
が
も
な
渚
漕
ぐ
海
士
の
小
舟
の

綱
手
か
な
し
も

で
あ
る
。
月
並
み
な
歌
と
思
わ
れ
た
か
も
し
れ
な
い
が
、
私
は
こ
の
歌

を
従
来
の
解
釈
と
は
異
な
る
意
味
で
、
実
朝
の
独
創
性
を
根
底
に
示
す
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背
景
を
考
え
、
ま
た
『
定
家
本
』
の
「
雑
の
部
」
の
配
列
を
追
う
と
、

従
来
の
解
釈
と
は
大
き
く
異
な
る
意
味
が
浮
か
ん
で
き
た
。

　

即
ち
、
初
句
の
「
世
の
中
」
は
古
来
の
「
男
女
の
仲
」
の
意
を
含
み
、

現
実
に
接
し
得
な
か
っ
た
両
親
の
仲
良
き
姿
や
兄
弟
の
睦
ま
じ
き
心
、

望
み
得
な
か
っ
た
両
親
や
兄
か
ら
自
分
に
注
が
れ
る
変
わ
ら
ぬ
深
い
愛

情
の
希
求
を
根
底
に
置
く
歌
か
と
思
い
至
っ
た
。
家
族
間
の
優
し
さ
や

人
間
へ
の
思
い
や
り
の
心
を
こ
め
た
歌
に
こ
そ
実
朝
の
独
創
性
は
発
揮

さ
れ
て
い
る
と
思
う
。
そ
の
意
味
で
「
世
の
中
は
」
の
歌
は
実
朝
の
詩

心
を
解
く
鍵
と
な
る
と
考
え
て
い
る
。

二
　「
世
の
中
は
」
の
歌
の
解
釈

　
「
世
の
中
は
」
の
歌
は
、
表
現
自
体
は
芸
術
的
に
高
い
も
の
で
は
な

い
。
「
綱
手
か
な
し
も
」
と
い
う
フ
レ
ー
ズ
も
、
管
見
で
は
本
歌
と
実

朝
歌
以
外
に
用
例
が
見
あ
た
ら
な
い
が
、
観
念
的
で
新
鮮
に
響
か
な
い
。

し
か
し
、
万
葉
の
調
べ
を
生
か
し
つ
つ
、
本
歌
の
イ
メ
ー
ジ
と
鎌
倉
の

海
の
実
景
と
の
二
重
写
し
に
実
朝
の
才
が
発
揮
さ
れ
た
歌
で
あ
り
、
自

然
観
照
を
通
し
て
無
意
識
の
う
ち
に
人
生
観
照
を
も
表
出
し
て
い
る
点

は
見
事
で
あ
る
。

　
『
定
家
本
』
の
詞
書
「
舟
」
は
、
「
は
か
な
き
世
の
浮
き
沈
み
」
を
歌

の
主
題
と
し
た
と
思
う
が
、
定
家
は
『
新
勅
撰
集
』
で
は
、
こ
の
歌
を

「
羇
旅
」
の
部
に
配
し
て
い
る
。
定
家
は
、
『
顯
注
密
勘
抄
』
に
、
本
歌

の
「
か
な
し
も
」
を
「
ま
こ
と
に
悲
歎
に
は
あ
ら
ず
、
お
も
し
ろ
し
も

と
云
や
う
な
る
詞
也
」
と
注
し
て
い
る
。

　

ま
た
実
朝
が
参
考
に
し
た
か
も
し
れ
な
い
同
時
代
の
歌
論
書
『
袖
中

抄
』
に
も
、
著
者
・
顯
昭
は
、
本
歌
に
つ
い
て
「
し
ほ
が
ま
を
め
づ
る

心
」
と
解
釈
し
、
「
悲
哀
」
の
意
に
取
ろ
う
と
す
る
他
説
を
悉
く
否
定

し
て
い
る
。
定
家
と
顯
昭
の
解
釈
は
、
同
一
次
元
に
は
捉
え
ら
れ
な
い

が
「
悲
哀
」
の
意
を
打
ち
出
し
て
い
な
い
点
で
軌
を
一
に
す
る
。

　
「
自
然
」
と
い
う
永
遠
の
風
光
明
媚
を
愛
で
、
そ
こ
に
生
活
を
営
む

「
人
間
」
の
無
常
を
愛
お
し
む
。
「
自
然
」
と
「
人
事
」
を
一
体
化
す
る

な
か
に
優
し
い
人
間
の
心
を
こ
め
て
い
く
。
そ
う
し
た
手
法
を
実
朝
は

『
袖
中
抄
』
か
ら
学
び
、
ま
た
定
家
の
評
価
が
そ
の
手
法
の
成
功
例
を

称
え
た
可
能
性
は
高
い
。

　
『
古
今
集
』
本
歌
は
元
来
、
佳
景
の
哀
惜
を
趣
と
し
、
海
人
の
現
実

生
活
と
は
何
の
関
係
も
な
い
発
想
だ
が
、
実
朝
の
歌
は
、
そ
れ
が
実
景

か
否
か
を
問
わ
ず
、
観
光
意
識
と
は
か
け
離
れ
た
次
元
で
制
作
さ
れ
て

お
り
本
歌
と
異
な
る
。

　

定
家
は
本
歌
を
「
お
も
し
ろ
し
」
と
捉
え
て
い
る
以
上
、
実
朝
歌
に

も
「
お
も
し
ろ
し
」
の
心
を
見
る
。
定
家
が
こ
の
歌
を
採
っ
た
の
は
、

本
歌
が
「
面
白
し
」
だ
っ
た
も
の
を
、
そ
こ
に
無
常
の
思
想
を
見
い
だ

し
た
か
ら
で
は
な
い
。
こ
の
歌
を
「
羇
旅
」
の
部
に
配
し
た
定
家
は
本

歌
と
素
材
を
同
一
次
元
に
お
き
、
「
渚
こ
ぐ
海
士
の
小
舟
の
綱
手
」
の

様
子
を
「
旅
」
の
一
風
景
の
イ
メ
ー
ジ
で
実
朝
歌
を
捉
え
た
。
観
光
イ

メ
ー
ジ
を
こ
え
、
一
二
句
に
こ
め
た
情
愛
の
念
を
万
葉
の
時
代
に
な
い

手
法
で
万
葉
的
詠
み
口
に
生
か
し
、
独
自
の
思
想
が
「
旅
」
に
お
け
る

古
歌
の
情
趣
上
に
形
成
さ
れ
た
点
を
評
価
し
た
と
思
う
。

　

 
実
朝
の
古
歌
の
用
法
用
例
に
忠
実
で
あ
ろ
う
と
す
る
作
歌
態
度
を

根
底
に
お
け
ば
、
初
句
の
「
世
の
中
」
の
語
は
「
男
女
の
仲
」
の
意
を

含
み
つ
つ
、
小
町
の
「
色
見
え
で
」
の
歌
や
貫
之
の
「
世
の
中
は
」
の

歌
に
学
ん
だ
も
の
か
。
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第
二
句
「
つ
ね
に
も
が
も
な
」
は
、
本
歌
の
『
万
葉
集
』
の
「
永
遠

の
青
春
不
変
」
の
主
題
に
着
想
を
得
、
詞
書
に
あ
る
大
友
皇
子
の
妻
な

が
ら
高
市
皇
子
に
も
思
い
を
寄
せ
、
壬
申
の
乱
後
、
天
武
の
も
と
に
戻

っ
た
十
市
皇
女
と
そ
の
想
い
を
代
弁
し
た
吹
芡
刀
自
「
常
に
も
が
も
な

と
こ
を
と
め
」
の
青
春
、
恋
愛
の
不
変
の
イ
メ
ー
ジ
を
「
世
の
中
」
の

語
に
直
結
さ
せ
た
と
も
読
め
る
。

　

第
三
句
の
「
渚
」
は
多
く
「
無
き
」
に
掛
け
ら
れ
る
語
で
あ
り
、

「
出
会
ふ
こ
と
が
な
い
も
の
」
の
象
徴
で
あ
っ
た
。
実
朝
が
親
し
ん
だ

海
の
渚
の
光
景
に
両
親
の
深
い
愛
情
を
思
慕
す
る
発
想
が
湧
い
た
か
と

み
る
。
「
海
士
の
小
舟
」
は
万
葉
の
時
代
か
ら
生
活
に
密
着
し
た
存
在

で
あ
り
、
人
々
の
平
穏
な
生
活
の
象
徴
と
し
て
歌
わ
れ
た
。
平
和
で
戦

乱
の
な
き
世
を
想
い
、
そ
の
平
和
の
世
に
家
族
の
深
い
愛
情
を
願
う
心

が
伺
わ
れ
る
。

　

さ
ら
に
第
五
句
「
つ
な
で
」
は
古
く
か
ら
人
の
愛
情
の
結
び
つ
き
や

寛
恕
の
心
が
託
さ
た
象
徴
で
あ
り
、
ま
た
『
源
氏
物
語
』
須
磨
に
描
か

れ
る
よ
う
に
男
女
の
た
ゆ
た
い
の
象
徴
で
も
あ
っ
た
。
こ
う
し
た
背
景

に
加
え
実
朝
は
『
万
葉
集
』
の

人
言
は
し
ま
し
そ
吾
妹
綱
手
引
く
海
ゆ
ま
さ
り 

て
深
く
し
ぞ
思
ふ

の
歌
に
み
る
よ
う
な
「
綱
手
」
を
媒
介
と
し
て
「
海
ゆ
ま
さ
」
れ
る
ご

と
き
両
親
や
兄
弟
の
不
変
の
情
愛
を
求
め
た
と
思
う
。
結
句
の
「
か
な

し
」
は
多
く
「
悲
哀
」
の
意
で
用
い
ら
れ
る
が
、
『
万
葉
集
』
東
歌
で

は
多
く
「
愛
お
し
さ
」
の
意
で
用
い
ら
れ
る
。
東
国
に
根
付
く
実
朝
が

東
歌
の
用
例
に
親
し
み
を
感
じ
て
不
思
議
で
は
な
い
。

三
　『
定
家
本
』
雑
の
部
の
配
列
か
ら

　

実
朝
歌
を
男
女
の
恋
の
イ
メ
ー
ジ
か
ら
捉
え
る
べ
き
と
の
思
い
は

『
定
家
本
』
雑
の
部
の
配
列
を
検
討
す
る
と
強
く
な
っ
た
。
『
定
家
本
』

は
、
古
来
、
指
摘
さ
れ
る
よ
う
に
実
朝
自
選
の
可
能
性
が
高
い
。
特
に

雑
の
部
は
自
ら
の
意
識
が
色
濃
く
反
映
さ
れ
て
い
る
と
思
う
。

　

雑
の
部
の
配
列
は
主
題
ご
と
に
ま
と
ま
り
が
あ
り
、﹇
1
﹈
四
季
か

ら
、﹇
2
﹈
老
い
、 ﹇
3
﹈
「
葦
」
「
舟
」
「
千
鳥
」
「
鶴
」、﹇
4
﹈
幼
子
、

弱
者
、﹇
5
﹈
仏
教
的
無
常
観
、﹇
6
﹈
自
然
、
人
事
、﹇
7
﹈
神
祇
、

述
懐
、﹇
8
﹈
「
太
上
天
皇
御
書
下
預
時
歌
」
と
続
く
。
明
ら
か
に
異
質

な
抽
象
性
に
浮
か
び
上
が
る
の
が
、﹇
3
﹈
「
葦
」
「
舟
」
「
千
鳥
」
「
鶴
」

の
四
首
で
あ
る
。
こ
の
「
老
い
」
と
「
幼
子
」
の
間
に
位
置
す
る
こ
の

四
首
こ
そ
「
青
春
不
変
」
の
願
い
が
込
め
ら
れ
て
い
る
の
で
は
な
い
だ

ろ
う
か
。
四
首
と
も
水
辺
の
情
景
に
恋
の
主
題
が
関
わ
る
単
独
の
詞
書

き
で
あ
り
、
す
べ
て
、
人
を
想
う
歌
、
男
女
の
行
く
末
の
不
安
が
歌
わ

れ
た
テ
ー
マ
で
あ
る
。
こ
の
四
首
に
は
恋
の
永
遠
、
変
わ
ら
ぬ
愛
情
を

願
う
実
朝
の
心
が
色
濃
く
見
え
る
。

　
「
世
の
中
は
」
の
歌
も
そ
の
思
い
に
読
ま
れ
る
べ
き
と
思
う
。
「
世
の

中
は
」
の
歌
は
恋
の
不
安
を
根
底
に
、
は
か
な
き
世
を
生
き
る
つ
ら
さ

と
愛
情
不
変
を
も
願
う
歌
で
は
な
い
か
と
の
思
い
は
、
こ
の
『
定
家

本
』
の
配
列
を
し
て
い
っ
そ
う
強
ま
っ
た
。
『
百
人
一
首
』
を
貫
く
意

識
は
、
王
朝
の
文
化
を
恋
歌
で
凝
縮
、
再
現
せ
ん
と
す
る
も
の
で
あ
り

そ
の
意
味
で
選
ば
れ
た
歌
と
思
う
。

 

（【
後
編
】
へ
つ
づ
く
）


